
滅
島
伝
説
の
転
威

1
！
そ
の
社
会
史
的
変
容

大
　
内

建
彦

　
人
Q
に
膳
夷
し
た
浦
島
太
郎
講

　
い
わ
ゆ
る
浦
島
太
郎
と
題
さ
れ
た
名
称
で
広
く
世
に
知
ら
れ
る

こ
の
昔
話
は
一
体
ど
の
よ
う
な
来
歴
を
も
っ
て
い
る
の
か
、
こ
の

話
を
遡
行
的
に
辿
り
直
し
、
考
察
の
対
象
と
す
る
こ
と
は
き
わ
め

て
意
義
あ
る
試
み
だ
と
思
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
浦
島
太
郎
の

話
に
代
表
さ
れ
る
浦
島
伝
説
に
は
、
特
定
の
時
空
間
を
超
え
た
さ

ま
ざ
ま
な
ジ
ャ
ン
ル
に
わ
た
る
あ
ま
た
の
伝
承
や
作
品
群
が
あ
り
、

古
来
人
々
の
語
り
や
口
承
書
承
あ
る
い
は
創
作
の
意
欲
を
か
き
た

て
る
格
好
の
題
材
と
し
て
長
く
機
能
し
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
そ

し
て
、
古
く
は
記
一
紀
一
風
土
記
・
万
葉
の
時
代
に
も
遡
り
う
る

長
い
時
間
的
射
程
を
有
し
且
つ
、
小
説
や
和
歌
世
界
か
ら
能
屯
狂

言
？
浄
瑠
璃
と
い
っ
た
芸
能
世
界
に
至
る
ま
で
幅
広
く
題
材
を
提

供
し
、
老
若
を
問
わ
ず
貴
族
層
か
ら
衆
庶
ま
で
様
々
な
人
間
の
貧

欲
な
ま
で
の
欲
望
や
要
求
を
呑
み
込
ん
で
、
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
表

現
史
を
形
成
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
時
代
ご
と
の
意

匠
を
ま
と
い
つ
つ
さ
ま
ざ
ま
に
語
り
つ
が
れ
て
き
た
話
の
典
型
で

あ
っ
て
、
通
史
と
し
て
の
文
化
史
あ
る
い
は
杜
会
史
を
貫
い
て
そ

の
あ
り
様
を
象
徴
的
に
照
射
し
う
る
格
好
の
テ
ク
ス
ト
の
一
つ
と

い
い
う
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
浦
島
伝
承
の
根
づ
よ
さ
の
一
大
要
因
は
未
知
の
世
界
と
し

て
の
異
郷
り
桃
源
郷
に
対
す
る
人
間
の
つ
き
な
い
興
味
に
あ
り
、

そ
れ
と
は
裏
腹
に
人
問
の
側
の
生
の
根
源
に
横
た
わ
る
寿
命
と
い

う
つ
ら
い
制
約
が
そ
う
し
た
超
時
間
的
空
間
的
な
コ
ー
ト
ピ
ア
体

験
を
つ
か
の
間
か
い
ま
見
る
こ
と
で
解
消
さ
れ
た
か
の
気
持
に
ひ

た
れ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
磐
言
す
れ
ば
、
人
間
の
生
の
う
ち
に
潜

む
せ
つ
な
い
喪
失
感
や
虚
無
感
と
い
っ
た
も
の
を
ほ
ど
よ
く
解
放

し
て
く
れ
る
も
の
が
こ
の
話
の
う
ち
に
達
成
さ
れ
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。

　
さ
て
、
こ
こ
で
私
た
ち
の
頭
脳
に
イ
ン
プ
ッ
ト
さ
れ
て
い
る
世

に
知
ら
れ
る
浦
島
謹
の
全
体
像
を
お
さ
ら
い
し
て
お
こ
う
。
昔
話
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と
い
う
ス
タ
イ
ル
を
ま
と
っ
て
い
る
た
め
に
一
見
古
く
か
ら
の
も

の
に
思
え
る
が
、
こ
の
浦
島
謂
が
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
人
口
に
階
策

す
る
も
の
と
な
っ
た
の
は
そ
う
古
い
こ
と
で
は
な
く
、
明
治
興
二

年
に
改
訂
さ
れ
た
第
H
期
国
定
教
科
書
の
国
語
教
材
と
し
て
『
尋

常
小
学
読
本
』
巻
三
に
載
せ
ら
れ
た
こ
と
に
は
じ
ま
る
。
こ
の
明

治
国
家
的
な
国
定
教
科
書
制
度
は
明
治
三
七
年
四
月
に
は
じ
ま
る

が
、
こ
の
浦
島
太
郎
の
話
は
上
記
の
よ
う
に
第
1
1
期
の
明
治
四
三

年
に
初
め
て
登
場
し
て
以
来
、
こ
の
国
定
教
科
書
が
廃
止
さ
れ
る

昭
和
二
三
年
ま
で
一
貫
し
て
小
学
二
年
生
用
に
供
さ
れ
て
載
り
つ

づ
け
る
。
す
な
わ
ち
臼
露
戦
争
後
、
明
治
日
本
が
本
格
的
に
帝
国

主
義
段
階
に
入
っ
て
か
ら
、
そ
の
帝
国
が
崩
壊
す
る
ま
で
の
約
四

〇
年
間
も
の
間
、
こ
の
浦
島
の
話
は
細
部
の
表
現
等
に
つ
い
て
は

い
く
ら
か
改
変
さ
れ
つ
つ
も
、
そ
の
内
容
そ
の
も
の
は
全
く
変
わ

る
こ
と
な
く
、
北
は
北
海
道
か
ら
南
は
九
州
ま
で
、
あ
る
い
は
海

外
植
民
地
の
日
本
人
学
校
に
お
い
て
も
全
国
津
々
浦
々
一
言
一
句

変
わ
ら
ぬ
形
で
習
い
学
ぶ
と
い
う
こ
と
が
く
り
返
さ
れ
て
き
た
の

で
あ
る
。
国
家
的
教
育
の
怖
さ
で
も
あ
る
が
、
こ
の
浦
島
講
が
一

耀
有
名
に
な
っ
た
こ
と
の
理
由
の
一
端
は
上
述
の
よ
う
な
事
情
に

あ
る
の
だ
が
、
こ
の
話
が
明
治
の
末
年
に
な
っ
て
突
如
と
し
て
教

科
書
上
に
登
場
し
た
の
で
は
勿
論
な
い
。
そ
れ
以
前
の
明
治
三
〇

年
代
に
も
既
に
こ
の
浦
島
話
は
、
舌
切
り
雀
、
金
太
郎
、
花
咲
爺
、

瘤
取
り
、
猿
蟹
合
戦
な
ど
今
日
で
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
昔
話
と

と
も
に
小
学
生
用
の
読
本
教
材
と
し
て
採
用
さ
れ
て
も
き
て
い
た

わ
け
だ
が
、
い
さ
さ
か
教
訓
性
や
訓
蒙
性
と
い
っ
た
性
格
の
強
く

込
め
ら
れ
た
こ
れ
ら
の
昔
話
が
広
く
小
学
校
教
科
書
に
採
用
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
明
治
国
民
国
家
の
教
育
理
念
の
も
と
に

そ
れ
ら
を
活
用
す
べ
く
企
図
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
当
然
と

し
て
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
れ
ほ
ど
多
く
の
昔
話
が
採
用
さ
れ
る

よ
う
に
至
っ
た
機
縁
は
当
時
人
気
を
得
し
て
い
た
児
童
文
学
者
巌

谷
小
波
の
存
在
が
大
き
い
。

　
さ
て
、
尾
崎
紅
葉
の
『
金
色
夜
叉
』
の
モ
デ
ル
と
も
さ
れ
る
巌

谷
小
波
は
硯
友
杜
系
の
小
説
家
と
し
て
出
発
す
る
が
、
明
治
二
四

年
博
文
館
か
ら
創
作
童
話
『
こ
が
ね
丸
』
を
刊
行
す
る
や
世
評
た

か
く
、
児
童
文
学
に
新
生
面
を
開
い
た
も
の
と
の
評
価
を
う
け
や

が
て
小
波
は
こ
の
分
野
に
専
念
す
る
と
こ
ろ
と
な
り
大
い
に
名
を

な
し
斯
界
の
第
一
人
者
と
し
て
の
地
位
を
確
立
す
る
。
時
あ
た
か

も
明
治
近
代
国
家
の
確
立
期
に
あ
た
り
、
普
通
教
育
の
制
度
も
確

立
し
知
識
の
普
及
と
も
相
ま
っ
て
や
さ
し
い
言
文
一
致
体
に
よ
る

児
童
む
け
の
読
み
物
も
広
く
求
め
ら
れ
て
も
い
た
が
、
印
刷
技
術

の
進
歩
、
出
版
企
業
の
成
長
と
い
っ
た
杜
会
的
事
情
も
あ
っ
て
、

子
供
む
け
の
と
り
わ
け
当
初
は
少
年
む
け
の
雑
誌
や
読
み
物
と
い

っ
た
出
版
物
も
か
な
り
の
数
流
通
す
る
よ
う
に
も
な
っ
て
い
た
。

更
に
は
こ
の
頃
極
端
な
欧
化
主
義
へ
の
反
動
か
ら
あ
る
い
は
、
不

平
等
条
約
に
代
表
さ
れ
る
欧
米
諸
国
へ
の
反
発
か
ら
わ
が
国
の
伝
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統
的
文
化
を
見
直
そ
う
と
い
う
内
む
き
の
社
会
的
気
運
が
醸
成
さ

れ
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
そ
う
し
た
杜
会
風
潮
を
見
据
え

て
小
波
は
創
作
童
話
と
は
ち
が
っ
て
耳
で
聞
く
昔
話
を
目
で
読
む

本
の
形
で
提
供
す
る
こ
と
を
思
い
つ
い
た
。
こ
の
頃
を
機
に
、
文

明
開
化
の
名
の
下
に
波
の
か
な
た
に
押
し
流
さ
れ
忘
れ
さ
ら
れ
よ

う
と
し
て
い
た
古
典
的
な
昔
話
や
伝
説
な
ど
を
や
さ
し
い
口
語
体

で
再
話
し
子
供
む
け
に
整
理
集
大
成
す
る
こ
と
が
小
波
の
ラ
イ

フ
・
ワ
ー
ク
の
一
つ
と
な
っ
た
。
こ
れ
が
す
な
わ
ち
巌
谷
小
波

『
日
本
昔
噺
』
（
明
治
二
九
年
1
1
一
八
九
六
年
）
で
あ
り
、
明
治

日
本
の
国
民
童
話
と
し
て
の
国
民
的
昔
ば
な
し
の
定
型
化
の
一
つ

の
達
成
点
で
も
あ
っ
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
「
昔
噺
」
「
お
伽
噺
」
と
称
さ
れ
る
よ
う
に
、
浦
島

太
郎
を
は
じ
め
と
す
る
そ
の
他
の
多
く
の
昔
話
と
も
ど
も
も
と
よ

り
小
波
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
で
は
勿
論
な
い
。
明
治
期
に
入
っ
て
も
二

〇
年
代
ま
で
は
江
戸
期
の
延
長
上
に
あ
り
、
草
双
紙
の
類
の
赤
本

や
豆
本
と
い
っ
た
子
供
む
け
の
絵
本
が
ま
だ
ま
だ
多
く
刊
行
さ
れ

て
い
た
。
昔
話
や
伝
説
に
題
材
を
と
っ
た
渋
川
版
『
御
伽
草
子
』

な
ど
の
流
れ
を
く
む
絵
入
り
本
の
類
も
数
多
く
あ
り
、
浦
島
伝
説

も
そ
う
し
た
も
の
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
昔
話
の
多
く
が

明
治
国
民
国
家
の
理
念
の
も
と
に
結
集
さ
れ
節
に
か
け
ら
れ
、
教

育
的
見
地
の
名
の
下
に
「
健
全
さ
」
や
「
教
訓
性
」
、
あ
る
い
は

昔
話
の
虚
構
性
を
無
視
し
た
「
全
理
性
」
が
大
人
た
ち
に
よ
っ
て

過
剰
な
ま
で
に
求
め
ら
れ
て
ゆ
く
。
子
供
は
純
粋
無
垢
で
善
な
も

の
だ
と
す
る
大
人
の
側
か
ら
の
リ
ゴ
リ
ス
テ
イ
ッ
ク
な
先
入
観
を

押
し
つ
け
、
荒
唐
無
稽
な
も
の
極
悪
非
道
な
も
の
性
的
な
も
の
な

ど
極
端
な
も
の
を
排
除
し
つ
つ
、
近
代
明
治
国
家
を
担
う
子
供
た

ち
に
報
恩
孝
行
と
い
っ
た
封
建
的
な
儒
教
精
神
を
刷
り
込
む
べ
く

仕
掛
け
て
ゆ
く
。
小
波
の
昔
話
の
類
も
多
く
は
こ
う
し
た
経
緯
の

下
に
成
立
し
て
い
る
。
小
波
は
は
じ
め
て
浦
島
太
郎
の
話
が
の
る

明
治
四
三
年
第
H
期
国
定
教
科
書
が
作
ら
れ
る
に
先
だ
っ
て
明
治

三
九
年
二
月
、
国
文
学
者
芳
賀
矢
一
の
推
薦
で
文
部
省
図
書
課
の

嘱
託
と
な
り
、
芳
賀
と
と
も
に
国
定
教
科
書
の
国
語
読
本
の
編
集

に
参
与
し
て
い
る
か
ら
、
『
日
本
昔
噺
』
の
再
話
の
大
家
と
し
て

小
学
二
年
生
用
に
リ
メ
イ
ク
し
て
こ
の
浦
島
太
郎
の
話
を
国
語
の

読
本
に
載
せ
る
べ
く
リ
ー
ダ
ー
シ
ツ
プ
を
と
っ
た
こ
と
は
間
違
い

な
い
で
あ
ろ
う
。

　
こ
う
し
た
近
代
教
育
史
の
推
移
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
浦
島
太
郎

の
話
は
、
国
定
教
科
書
廃
止
後
の
昭
和
二
五
、
六
年
頃
ま
で
教
科

書
会
杜
に
よ
っ
て
は
こ
の
話
を
残
し
た
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
か
ら
、

従
っ
て
少
な
く
と
も
昭
和
二
〇
年
代
に
小
学
校
教
育
を
受
け
た
も

の
達
、
高
度
成
長
期
の
前
に
幼
少
年
期
を
過
し
た
も
の
た
ち
に
と

っ
て
は
、
何
ら
か
の
形
で
こ
の
浦
島
太
郎
の
話
に
は
接
し
て
い
る

は
ず
で
、
恐
ら
く
現
在
で
も
四
〇
代
以
上
の
人
で
こ
の
話
を
全
く

知
ら
な
い
と
い
う
人
は
お
そ
ら
く
皆
無
に
近
い
だ
ろ
う
。
す
り
込
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み
教
育
の
怖
さ
で
も
あ
る
が
、
さ
て
こ
の
浦
島
の
話
の
内
容
を
か

い
つ
ま
ん
で
要
約
し
て
み
る
に
は
こ
の
話
と
同
名
の
文
部
省
唱
歌

が
す
こ
ぶ
る
便
利
で
あ
る
。
こ
の
唱
歌
は
上
述
の
『
尋
常
小
学
読

本
』
の
出
さ
れ
た
翌
年
明
治
四
四
年
に
『
尋
常
小
学
唱
歌
』
二
学

年
用
と
し
て
こ
の
音
楽
教
科
書
中
に
採
用
さ
れ
、
物
語
と
唱
歌
は

あ
た
か
も
列
車
の
両
輪
の
ご
と
く
機
能
す
べ
く
演
出
さ
れ
、
こ
の

歌
も
又
全
国
津
々
浦
々
に
オ
ル
ガ
ン
や
ピ
ア
ノ
の
伴
奏
と
と
も
に

広
が
っ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
の
歌
詞
に
は
こ
う
あ
る
。

　
一
、
昔
々
浦
島
は
　
助
け
た
亀
に
連
れ
ら
れ
て
　
竜
宮
城
へ
来

　
　
　
て
見
れ
ば
絵
に
も
か
け
な
い
美
し
さ

　
二
、
乙
姫
様
の
御
馳
走
に
　
鯛
や
比
目
魚
の
舞
踊
　
た
だ
珍
し

　
　
　
く
面
白
く
　
月
日
の
た
つ
も
夢
の
中

　
三
、
遊
び
に
あ
き
て
気
が
つ
い
て
　
お
暇
迄
乞
も
そ
こ
そ
ソ
」
に

　
　
　
帰
る
途
中
の
楽
は
　
土
産
に
貰
っ
た
玉
手
箱

　
四
、
帰
っ
て
み
れ
ば
こ
は
如
何
に
　
元
居
た
家
も
村
も
無
く

　
　
　
路
に
行
き
あ
ふ
人
々
は
　
顔
も
知
ら
な
い
者
ば
か
り

　
五
、
心
細
さ
に
蓋
と
れ
ば
　
あ
け
て
悔
し
き
玉
手
箱
中
か
ら

　
　
　
ぱ
っ
と
自
煙
　
た
ち
ま
ち
太
郎
は
お
爺
さ
ん

　
す
で
に
上
で
述
べ
た
よ
う
に
、
近
代
合
理
主
義
の
立
場
に
た
ち

教
育
的
見
地
か
ら
こ
の
話
を
小
学
生
相
手
に
話
し
教
え
る
と
な
る

と
一
番
ネ
ツ
ク
と
な
る
の
は
ど
の
部
分
だ
ろ
う
か
。
こ
の
浦
島
太

郎
講
の
ゆ
き
つ
く
『
御
伽
草
子
』
の
そ
れ
を
参
照
す
る
と
容
易
に

み
え
て
く
る
も
の
が
あ
る
。
つ
ま
り
こ
の
小
学
校
教
科
書
中
に
と

ら
れ
た
亀
と
乙
姫
は
全
く
の
別
存
在
と
し
て
切
り
は
な
さ
れ
て
い

る
が
、
実
は
こ
の
浦
島
講
を
中
世
に
遡
行
す
る
『
御
伽
草
子
』
世

界
へ
と
遡
行
し
て
ゆ
く
と
、
乙
姫
は
亀
自
身
で
あ
り
亀
が
女
性
へ

と
変
身
し
て
男
浦
島
を
誘
う
典
型
的
な
異
類
婚
に
属
す
る
話
で
あ

る
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

　
御
伽
草
予
の
浦
島
太
郎
講

　
さ
て
、
こ
の
浦
島
太
郎
の
話
が
文
字
ど
お
り
浦
島
太
郎
と
い
う

若
者
を
主
人
公
と
し
て
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
室
町
期
末
成

立
の
こ
の
『
御
伽
草
子
』
に
お
い
て
で
あ
る
。
近
代
成
立
の
昔
噺

と
し
て
の
童
話
と
比
較
す
る
上
で
、
そ
の
前
提
と
も
な
る
の
で

『
御
伽
草
子
』
の
基
本
的
性
格
と
再
確
認
し
て
お
き
た
い
。
こ
の

『
御
伽
草
子
』
は
室
町
時
代
末
か
ら
江
戸
時
代
初
期
に
か
け
て
作

ら
れ
た
物
語
草
子
の
総
称
で
、
約
五
百
編
ほ
ど
が
知
ら
れ
て
い
る

が
、
あ
わ
た
だ
し
い
世
相
を
反
映
し
て
か
、
短
時
間
で
楽
し
め
る

短
編
仕
立
て
の
も
の
が
主
で
、
そ
の
制
作
年
時
お
よ
び
作
者
と
も

に
ほ
と
ん
ど
不
明
で
あ
る
。
前
代
の
物
語
文
学
の
作
者
が
公
家
階

級
に
属
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
こ
の
『
御
伽
草
子
』
の

作
者
は
公
家
の
ほ
か
僧
侶
や
隠
遁
者
あ
る
い
は
教
養
あ
る
武
家
や

市
井
人
へ
と
広
が
り
を
み
せ
る
ら
し
い
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
内
容
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を
も
つ
。
読
者
も
物
語
文
学
の
場
合
の
よ
う
に
狭
く
少
数
の
特
権

的
な
人
々
の
専
有
物
で
は
な
く
、
広
い
階
層
の
読
者
を
対
象
と
し

て
つ
く
ら
れ
た
も
の
ら
し
く
、
ま
さ
に
江
戸
期
の
仮
名
草
子
や
浮

世
草
子
へ
と
橋
わ
た
し
と
す
る
作
品
群
だ
と
い
い
う
る
。
そ
の
内

容
も
前
代
の
さ
ま
ざ
ま
な
文
学
を
題
材
と
し
て
多
種
多
様
で
あ
る

が
、
通
常
、
公
家
物
、
宗
教
物
、
庶
民
物
、
外
国
物
、
異
類
物
な

ど
に
大
別
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
こ
の
浦
島
の
話
は
異
類
物
の
う

ち
に
数
え
ら
れ
る
が
、
異
類
物
と
は
人
間
と
類
を
異
に
す
る
物
、

動
植
物
な
ど
の
生
物
を
人
問
同
然
に
描
き
出
し
た
も
の
で
一
種
の

擬
人
説
話
と
も
い
い
う
る
も
の
で
あ
る
。
内
容
か
ら
見
て
も
民
間

伝
承
が
読
み
物
化
さ
れ
た
も
の
も
多
く
あ
っ
た
ら
し
く
、
こ
の
浦

島
太
郎
の
話
は
人
間
と
異
類
の
恋
愛
結
婚
を
扱
っ
た
怪
婚
談
の
代

表
的
な
も
の
の
一
つ
と
さ
れ
る
。

　
『
御
伽
草
子
』
は
お
伽
用
の
読
物
、
自
分
で
読
ん
だ
、
り
人
に
読

ま
せ
聞
い
た
り
し
て
享
受
し
た
も
の
で
、
勢
い
美
し
い
色
ど
り
の

絵
入
り
本
で
伝
わ
る
も
の
が
多
く
、
見
て
楽
し
む
類
の
本
な
の
で

あ
る
。
従
っ
て
情
趣
を
漂
わ
せ
心
理
を
追
求
す
る
と
い
う
物
語
文

学
的
手
法
は
か
げ
を
ひ
そ
め
、
筋
本
位
、
興
味
本
位
で
ス
ト
ー
リ

ー
そ
の
も
の
に
重
き
を
お
く
と
い
っ
た
点
で
説
話
的
で
あ
る
。
教

養
の
低
い
広
い
読
者
層
を
相
手
に
作
者
が
伝
え
与
え
よ
う
と
し
た

の
は
知
識
教
養
と
い
っ
た
も
の
の
他
に
、
教
訓
的
で
訓
蒙
性
を
あ

ら
わ
に
し
た
作
品
も
数
多
い
。
又
中
世
文
学
が
仏
教
と
深
く
切
り

結
ぶ
も
の
を
も
つ
こ
と
は
周
知
だ
が
、
こ
の
『
御
伽
草
子
』
で
も

神
仏
の
示
現
一
夢
な
ど
が
主
要
な
テ
～
マ
や
役
割
を
果
し
て
お
り
、

文
章
に
も
仏
典
か
ら
出
た
語
も
少
な
く
な
い
。
こ
の
『
御
伽
草

子
』
は
江
戸
期
を
通
じ
て
幼
童
む
け
の
も
の
で
は
な
い
が
、
江
戸

末
期
頃
か
ら
幼
童
の
慰
み
の
書
と
し
て
赤
本
な
ど
と
称
し
て
流
布

し
一
般
化
す
る
こ
と
と
な
り
、
今
日
の
童
話
。
絵
本
の
世
界
へ
と

道
を
開
く
こ
と
と
も
な
っ
た
。

　
さ
て
、
こ
う
し
た
基
本
的
性
格
を
押
さ
え
た
上
で
、
こ
の
浦
島

太
郎
謂
の
始
源
形
と
も
い
う
べ
き
『
御
伽
草
子
』
の
そ
れ
を
少
し

詳
し
く
紹
介
し
て
み
よ
う
。

　
　
昔
、
丹
後
の
国
の
住
人
に
浦
島
太
郎
と
い
う
二
四
、
五
歳
の

　
男
が
い
た
。
あ
る
日
海
に
出
た
折
磯
で
一
匹
の
亀
を
釣
り
上
げ

　
る
が
、
彼
は
か
わ
い
そ
う
に
思
い
海
へ
と
放
生
す
る
。
翌
朝
、

　
美
女
一
人
が
乗
っ
た
小
舟
が
太
郎
の
も
と
に
漂
い
着
き
、
彼
女

　
は
彼
に
本
国
へ
と
送
り
届
け
て
く
れ
る
よ
う
頼
む
。
送
り
屈
け

　
た
先
の
海
申
の
竜
宮
で
女
と
夫
婦
と
な
る
。
四
方
四
季
に
か
こ

　
ま
れ
た
夢
の
よ
う
な
世
界
で
二
人
し
て
楽
し
い
日
々
を
過
す
。

　
三
年
の
月
日
を
送
る
う
ち
、
太
郎
は
望
郷
の
念
に
か
ら
れ
暇
を

　
乞
う
。
女
は
嘆
く
が
還
る
こ
と
に
な
り
そ
の
別
れ
際
、
女
は
太

　
郎
に
自
分
は
助
け
て
も
ら
っ
た
亀
だ
と
正
体
を
明
か
し
、
美
し

　
い
玉
手
箱
を
決
し
て
開
け
る
な
と
言
っ
て
、
形
見
に
渡
す
。
故

　
郷
に
帰
っ
た
太
郎
は
す
で
に
七
百
年
の
月
日
が
た
ち
、
世
間
が
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一
変
し
て
い
る
こ
と
に
お
ど
ろ
き
、
思
わ
ず
女
か
ら
も
ら
っ
た

　
玉
手
箱
を
開
け
て
し
ま
う
。
紫
の
雲
が
た
ち
の
ぼ
り
、
た
ち
ま

　
ち
姿
は
変
わ
り
は
て
、
太
郎
は
鶴
の
姿
と
な
っ
て
大
空
へ
と
飛

　
ん
で
ゆ
き
、
蓬
莱
で
亀
と
再
会
す
る
。
後
に
夫
婦
は
浦
島
明
神

　
と
し
て
示
現
す
る
。

　
先
述
の
よ
う
に
こ
の
御
伽
草
子
版
浦
島
太
郎
と
、
私
た
ち
が
慣

れ
親
し
ん
で
い
る
浦
島
の
話
と
の
決
定
的
な
差
異
は
、
美
女
と
化

し
た
亀
と
浦
島
太
郎
の
い
わ
ゆ
る
異
類
婚
と
そ
れ
に
つ
づ
く
別
離

の
要
素
で
あ
ろ
う
。
結
婚
を
し
て
彼
の
地
に
逗
留
す
る
か
ら
こ
そ

異
郷
逗
留
説
話
の
そ
し
て
本
質
的
性
格
を
強
く
開
示
す
る
の
で
あ

ろ
う
し
、
両
話
に
共
通
す
る
亀
の
報
恩
に
し
て
も
仏
教
の
善
行
の

一
つ
で
あ
る
「
放
生
」
を
し
て
や
る
こ
と
で
亀
自
身
が
亀
姫
に
変

身
し
て
結
婚
す
る
と
い
う
こ
と
に
結
び
つ
い
て
ゆ
く
の
が
説
話
の

論
理
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
子
供
た
ち
に
い
じ
め
ら
れ
て
い
た

亀
を
お
金
と
引
き
替
え
に
助
け
て
や
る
と
い
う
話
と
で
は
論
話
論

的
構
造
か
ら
い
っ
て
も
根
本
的
な
差
異
が
生
じ
て
こ
よ
う
。
た
だ

し
、
近
松
の
『
浦
島
年
代
記
』
に
既
に
亀
を
買
っ
て
助
け
て
や
る

と
い
う
筋
立
て
が
認
め
ら
れ
、
御
伽
草
子
の
浦
島
謂
に
み
え
る
異

郷
イ
メ
ー
ジ
が
海
申
の
竜
宮
と
鶴
亀
の
出
会
う
蓬
葉
的
性
格
を
混

在
さ
せ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
海
底
の
魚
都
化
の
み
に
隈
定
さ
れ

て
い
て
、
近
代
の
純
動
物
報
恩
型
の
童
話
に
近
い
性
格
を
示
し
て

い
る
点
は
は
な
は
だ
興
味
深
い
。

　
浦
島
伝
説
の
古
層

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
室
町
期
の
御
伽
草
子
に
あ
ら
わ
れ
る
浦
島
太

郎
な
る
主
人
公
の
名
称
は
こ
れ
に
先
だ
つ
伝
承
中
で
は
こ
の
名
前

で
は
な
く
「
浦
島
子
」
な
る
名
称
で
出
現
す
る
。
現
在
の
と
こ
ろ

こ
の
「
浦
島
子
」
を
「
浦
の
島
子
」
と
訓
む
の
か
、
「
浦
島
の
子
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
と
う
し

と
訓
む
の
か
単
に
音
で
「
浦
島
子
」
と
訓
む
の
か
定
訓
は
な
い
。

後
で
紹
介
す
る
『
丹
波
国
風
土
記
』
逸
文
中
で
「
島
子
」
と
、
上

の
「
浦
」
と
が
切
り
離
さ
れ
て
叙
述
さ
れ
て
い
る
箇
処
が
散
見
す

る
の
で
一
応
こ
こ
で
は
「
浦
の
島
子
」
（
い
浦
の
長
者
）
と
理
解

し
て
お
き
た
い
。
こ
の
「
浦
島
子
」
を
主
人
公
と
す
る
話
の
最
古

の
ル
ー
ツ
は
『
日
本
書
紀
』
の
雄
略
二
二
年
七
月
に
あ
る
も
の
だ

が
、
そ
こ
に
は
「
丹
波
の
国
の
余
社
郡
管
川
の
住
人
浦
島
子
が
舟

に
乗
っ
て
釣
を
し
て
い
た
折
、
一
匹
の
大
亀
を
釣
り
上
げ
る
が
、

亀
は
た
ち
ま
ち
女
に
変
身
し
、
二
人
は
結
婚
す
る
。
そ
し
て
二
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
じ
り

は
蓬
莱
山
へ
と
出
向
き
、
仙
衆
を
め
ぐ
り
歩
い
た
」
と
だ
け
あ
っ

て
、
つ
づ
い
て
「
こ
の
話
は
別
巻
に
あ
る
」
と
記
す
が
ソ
」
れ
は
現

存
し
な
い
。
従
っ
て
、
こ
れ
だ
け
で
は
話
の
結
構
の
細
部
ま
で
は

う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
話
と
同
根
と

思
わ
れ
る
伝
承
が
鎌
倉
時
代
中
期
成
立
の
『
釈
日
本
紀
』
巻
十
二

所
引
『
丹
後
国
風
土
記
』
逸
文
と
し
て
載
録
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ

に
は
こ
う
あ
る
。

　
　
丹
後
の
国
与
謝
郡
日
置
里
、
筒
川
村
の
島
子
は
実
は
「
日
下

21



部
首
等
の
先
祖
」
で
あ
る
。
雄
略
天
皇
の
時
代
に
（
五
世
紀
後

半
）
に
こ
の
島
子
は
一
人
船
に
乗
っ
て
釣
を
し
て
い
た
と
こ
ろ
、

一
魚
も
え
ず
五
色
の
亀
を
一
匹
釣
り
上
げ
る
。
一
夜
あ
け
る
と

そ
の
亀
は
、
美
女
に
変
身
し
て
い
て
、
不
思
議
に
思
っ
た
島
子

が
女
に
素
性
を
尋
ね
る
と
、
女
は
天
上
の
仙
人
の
家
の
者
だ
と

い
い
、
島
子
は
こ
の
神
女
に
誘
わ
れ
て
仙
都
へ
と
出
向
く
。
目

を
つ
む
る
と
ま
た
た
く
間
に
海
中
の
広
く
大
き
な
島
に
着
い
た
。

神
女
は
島
子
を
門
前
に
の
こ
し
家
の
中
へ
と
入
っ
て
ゆ
く
。
申

　
　
す
は
る
　
　
あ
め
ふ
り

か
ら
昴
星
や
畢
星
の
精
が
あ
ら
わ
れ
て
、
島
子
を
見
て
こ
の
人

は
亀
比
売
の
主
人
だ
と
噂
し
合
っ
て
い
る
の
を
聞
い
て
島
子
は

か
の
神
女
が
亀
比
売
で
あ
る
こ
と
を
知
る
。
島
子
は
家
の
中
へ

と
招
き
入
れ
ら
れ
、
神
女
の
両
親
や
兄
弟
た
ち
に
よ
っ
て
歓
迎

の
宴
が
催
さ
れ
た
り
し
て
、
仙
都
で
の
歓
楽
を
極
め
る
う
ち
に

た
ち
ま
ち
三
年
間
逗
留
す
る
。
そ
の
う
ち
島
子
は
望
郷
の
念
に

か
ら
れ
て
暇
乞
い
を
す
る
が
、
別
れ
際
に
亀
比
売
は
、
も
う
一

度
還
っ
て
来
た
い
と
思
う
の
な
ら
決
し
て
あ
け
て
は
い
け
な
い

と
い
い
つ
つ
玉
厘
を
く
れ
た
。
島
子
は
玉
厘
を
手
に
船
に
乗
り

目
を
つ
む
る
。
目
を
あ
け
る
と
そ
こ
は
す
で
に
故
郷
の
筒
川
で

あ
る
が
、
故
郷
に
帰
っ
て
み
る
と
す
で
に
三
百
余
年
が
経
過
し

て
い
る
こ
と
を
知
る
。
悲
嘆
に
く
れ
て
島
子
は
神
女
と
の
約
東

を
忘
れ
て
、
玉
厘
を
開
け
る
と
、
島
子
の
体
は
た
ち
ま
ち
若
さ

を
失
い
、
風
雲
と
と
も
に
飛
び
去
っ
て
し
ま
い
、
神
女
と
の
再

　
会
の
機
会
も
失
っ
て
し
ま
う
。

　
こ
の
最
古
の
神
話
的
な
浦
島
伝
説
に
応
接
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

実
は
御
伽
草
子
の
浦
島
太
郎
謹
が
き
わ
め
て
中
世
小
説
的
な
あ
ら

た
な
展
開
の
相
を
示
す
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
こ
と
を
明
瞭
に
見
て
と

る
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
。

　
即
ち
、
古
伝
説
に
み
ら
れ
る
水
江
の
浦
の
島
子
な
る
貴
公
子
然

と
し
た
普
通
名
詞
的
名
称
に
対
し
て
、
あ
た
か
も
固
有
名
的
な
浦

島
太
郎
な
る
名
を
冠
し
、
中
世
的
な
強
い
一
族
、
家
意
識
と
、
そ

れ
に
伴
う
長
子
に
よ
る
「
家
」
相
承
意
識
を
反
映
さ
せ
て
い
る
ら

し
い
こ
と
、
太
郎
が
訪
れ
た
異
郷
を
海
中
の
蓬
葉
山
的
仙
境
か
ら

海
中
の
竜
宮
へ
と
転
じ
さ
せ
て
い
る
点
、
助
け
た
亀
の
報
恩
を
、

竜
宮
・
異
類
婚
姻
の
主
た
る
動
因
と
し
た
こ
と
、
こ
と
に
動
物
報

恩
講
へ
の
変
容
は
、
妖
亀
と
の
婚
姻
を
主
要
モ
チ
ー
フ
と
す
る
よ

り
古
層
の
浦
島
伝
説
が
、
放
生
と
そ
の
報
恩
を
語
る
仏
教
的
教
訓

的
な
物
語
に
変
容
す
る
プ
ロ
セ
ス
を
如
実
に
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

更
に
結
末
で
鶴
亀
の
め
で
た
き
齢
の
添
い
遂
げ
と
、
夫
婦
が
明
神

に
示
現
し
た
こ
と
を
記
し
て
物
語
を
閉
じ
る
結
構
に
は
御
伽
草
子

特
有
の
祝
言
性
や
祝
儀
物
、
本
地
物
と
し
て
の
縁
起
謹
的
側
面
が

明
確
に
示
さ
れ
て
も
い
る
。
最
後
に
浦
島
伝
説
の
古
層
の
結
構
、

神
話
類
型
に
つ
い
て
二
言
し
て
締
め
く
く
り
と
し
た
い
。
三
浦
佑

之
は
こ
の
浦
島
説
話
を
馬
養
が
机
上
で
創
作
し
た
神
仙
伝
奇
小
説

で
あ
る
と
見
倣
し
て
い
る
が
、
た
し
か
に
仙
境
滝
留
部
分
の
肥
大
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化
現
象
は
そ
う
し
た
見
解
を
許
容
す
る
も
の
を
有
し
て
い
る
。
し

か
し
、
画
期
と
し
て
の
雄
略
靭
に
日
下
部
氏
自
身
の
始
祖
を
か
け
、

そ
こ
に
氏
族
の
起
源
を
求
め
よ
う
と
す
る
典
型
的
な
異
類
婚
型
の

氏
族
始
祖
伝
承
が
見
る
ご
と
く
中
途
半
端
な
も
の
に
終
わ
っ
た
の

は
、
馬
養
が
異
郷
を
肥
大
化
さ
せ
三
年
が
三
百
年
と
隔
絶
し
た
ス

ケ
ー
ル
を
も
ち
こ
ん
だ
こ
と
を
継
起
と
し
て
、
異
類
婚
、
神
聖
王

子
の
誕
生
と
い
っ
た
現
世
的
な
も
の
が
相
容
れ
ぬ
も
の
と
し
て
、

そ
の
場
で
霧
消
し
て
し
ま
う
破
目
に
陥
っ
た
こ
と
に
起
因
す
る
に

ち
が
い
な
い
。
つ
ま
り
、
三
年
が
三
百
年
と
い
う
神
仙
的
尺
度
を

も
ち
込
ん
だ
こ
と
に
よ
っ
て
、
島
子
と
亀
姫
の
間
の
異
世
代
の
子

息
H
始
祖
誕
生
を
語
る
余
地
が
失
わ
れ
た
こ
と
に
あ
る
と
思
え
る

の
だ
が
、
な
お
後
考
を
侯
ち
た
い
。

追
悼

城
西
文
　
学

橋
本
博
英
先
生
…
－

〈
エ
ツ
セ
イ
〉

継
続
す
る
記
憶
…
…
…
…
…
…
・
・
－

　
　
　
　
　
　
　
　
ド
キ
ュ
メ
ン
ト

　
　
ー
七
年
ご
と
の
映
像
記
録

第
2
5
号

…
青
木

・
上
村

〈
論
考
〉

「
雪
の
日
」
覚
書
…
…
－
－
…
…
：
－
・
…
…
…
…
青
木

説
経
「
を
ぐ
り
」
訓
釈
（
上
一
…
－
…
－
…
－
・
大
内

　
　
－
小
栗
。
毒
殺
さ
れ
る
ま
で

ホ
ー
ル
デ
ン
・
コ
ー
ル
フ
ィ
ー
ル
ド
と
K
…
…
中
島

一
男

雅
子

建一
彦男

直
樹
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〈
資
料
紹
介
V

旅
の
記
録
・
写
真
が
語
る
戦
地
慰
問
…
…
…
…
長
谷
川

　
　
－
佐
多
稲
子
の
未
発
表
資
料
を
め
ぐ
っ
て

啓

〈
講
演
V

語
り
か
け
る
記
憶
・
…
：
…
…
…
…
・
・
…
…
…
…
中
川

　
　
－
文
学
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
。
ス
タ
デ
ィ
i
ズ

漱
石
と
文
化
記
号
－
…
…
…
：
…
：
・
…
…
…
－
石
原

成
美

千
秋


